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（

河
野
訓）

の

四
名
が

行
な

っ

た
。

阪

本
は
、

神
仏
分

離
以

前
の

「

習
合

形
態
」

の

歴
史
の

多
様
性

、

神
仏
分
離
の

舞
台
に

存
在
す
る

「

宗
教
者
」

た

ち

へ

の

異
な
る

評
価、

す

な

わ
ち
「

宗
教
的
無
節
操
」

と

「

宗
教
的
寛

容
性
」

に

象
徴
的
に

表

出
さ
れ

る

「

日
本
人
の

宗
教
性
」

の

特
徴
を

読
み

解
く

必
要
性
を
指
摘

。

牟
禮
は

、

伊
勢
神

宮
の

所
在
す
る
宇
治

山
田

に

お

け
る

神
仏
関
係
と

分
離
を
探
る

上
で

、

信
仰、

思

想
、

歴
史

・

制

度、

空

間
・

建
物

、

物
象

、

人、

儀
礼
・

祭
儀
な
ど

多
様
な

様
相
へ

の

注

視
と、

そ

こ

か

ら

導
き

出
さ

れ

る

二

つ

の

志

向
性
を
明
示

。

澤
は

、

近
世

国
家
論

や

社
会
論
と

も

結
合
す
る

か

た
ち
で

、

近
年
の

盛
ん
な

近
世
宗
教
史
研
究

の

動
向
を

踏
ま
え、

神
仏
関
係
を

論
じ
る

上

で、

幕
藩
権
力
に

よ

る
宗
教

統
制

、

専
業
思
想
家
に

よ

る

神
仏
理

解、

地

域
社
会
に

お

け
る

神
仏
信
仰

（

行
事）

の

三

つ

の

位

相
を

提
示

。

河

野
は
、

中
国
宋
朝
以
降
の

儒
仏
道

三

教
融

和
傾
向
と

そ
の

中
で

の

道
教
の

優
位

性
と

仏
教

抑
圧
・

廃
仏
な

ど

の

流
れ
を
お

さ

え、

日

本
の

神
仏
分
離
・

廃
仏
毀
釈
研

究
に

お

い

て、

個

別
事
実
の

解
明
と

明
治
維
新
と

い

う

強
く
日

本
を
意

識
し

た
歴

史
変
動
を

念
頭
に

入
れ
た

研
究
の

必
要
を
述
べ

た
。

　
コ

メ

ン

テ
ー

タ
の

鷲
見
定
信
氏
か

ら
は
、

神
仏
分

離
研
究
が

仏

教
研
究

に

お

い

て

専
ら
近

代
以

降
の

テ

ー
マ

と

な
っ

て

い

る

こ

と

へ

の

問
題

性、

仏
教
が

基
層
に

お

い

て

神
道
と

重

層
す
る

点
の

如
何、

カ

ミ

と

ホ

ト
ケ

と

の

関
係
性
の

再
考

、

分

離
状
況
を

具
体
的
に

解
明
す
る

上
で

の

寺
院
本
未

関

係
の

検
証
な
ど

仏
教

側
資
料
の

加
味
の

必
要
性、

民

衆
の

分
離
の

受
容

と

実
態、

明
治
期
神
祇
行
政
に

影
響
を
与
え
た

津
和
野
藩
の

様
相

、

中
国

に

お

け
る

研
究
資
料
の

状
況
と

研
究
の

あ
り

方
な

ど
、

本
パ

ネ
ル

が

掲
げ

る

「

神
仏
関

係
史
の

再
構
築
」

に

対
す
る

貴
重
な

指
摘
や

提
言
が

な
さ

れ

た
。

神
仏
習
合

・

神
仏
分

離
に

お
け
る
神
職
・

僧
侶
の

諸
相

　
　

−
神
仏
関
係
史
再
考

lI

代
表
者
・

司
会
　
藤
本
頼
生

コ

メ

ン

テ

ー
タ

　
佐
藤
眞
人

古
代

・

中
世
の

神
社
組
織
に

お

け

る

神
仏
関
係

加
　
瀬
　
直
　
弥

　
神
社
へ

の

仏
教
組
繊
の

か

か

わ
り

方
に

注
目
し

て
、

神
仏
関
係
を
考
察

す
る

こ

と
は、

そ
の

関
係
が

祭
祀
・

儀
礼
等
の

か

た

ち

で

現
れ

、

具
体
的

実

態
を
つ

か

む
こ

と

が
で

き

る

た

め、

有
効
な

手
段
と

い

え
よ

う
。

そ

の

点
は

、

仏
教

的
神
祗
解
釈
が

数
多
く
な

さ

れ
は

じ

め
、

密
接
な

神
仏
関
係

が

存
在
し

て
い

た
と

考
え

ら

れ

る

時
代

、

す

な
わ

ち

古
代
か

ら

中
世
に

か

け
て

の

神
社
に

お

い

て

も

同
様
で

あ
る

と

考
え

る
。

当
時
の

具
体
的
実
態

か
ら

神
仏
関
係
を
把
握
す
る

手
が

か

り
は

い

く

つ

も

あ
る

が、

本
発
表
で

は、

従
来
に

な
い

形
態
の

神
事
が

行
わ

れ

は

じ
め

る

九

世

紀
か

ら、

古

代
・

中
世
転
換
期
に

当
た

る

十
二

世
紀
に

時
代
を

絞
り、

僧
侶
が

組
織
の

中
核
を

占
め

て

い

た

神
社
二

社
に

焦
点
を

合
わ
せ
、

考

察
を

加
え
る

こ

と

と

し

た
。

　
ま

ず
一

点
目
は

、

山
城
石
清
水
八

幡
宮
に

お

け
る

組
織
的

発
展
過
程
と

神
事
と

の

関
係
で

あ
る

。

石
清
水
宮
は

貞
観
年
間
（
八

五
九
ー

八
七
七）

の

は

じ

め

に

大

和
大
安
寺
の

僧
・

行
教
に

よ
っ

て

豊
前
宇
佐

宮
よ

り
神
霊

を

勧
請
し

創
建
し

て

い

た

が
、

朝
廷
に

よ
り
正
式
に

神
主
が

置
か

れ
た
の
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は

貞
観
十
八

年
（

八

七
六
）

の

こ

と

で

あ
っ

た
。

そ
の

こ

と

を
示
す

『

類

聚
三

代
格
』

所

載
の

官
符
か

ら
は、

神
主
設
置
に

至
る

ま
で

の

経
緯
も

把

握
す
る

こ

と

が

で

き
る

が
、

そ
れ
に

よ
れ

ば
、

石

清
水
宮
に

集
う
入
々

の

「

神
事
」

へ

の

希
望
が

あ
っ

た
こ

と

が

窺
え、

神
主

設
置
が

そ
う
し
た

状

況
へ

の

対
応
策
で

あ
っ

た

こ

と
が

分
か

る
。

こ

う
し
た

点
か

ら、

神
社
す

な

わ
ち

神
事
の

場、

と
い

う
意
識
が、

平
安
時
代

中
期
の

人
々

に

共

有
さ

れ

て

お

り
、

僧
侶
も
そ
の

流
れ
に

対
し
て

、

自
ら
法
会

等
を

実
践
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

克

服
す
る

こ

と

は
考
え
て

い

な

か
っ

た
こ

と

が

明
ら
か

に

な

る
。

　
い

ま
一

点
は

、

古
代
・

中
世
の

神
事
の

中
で

も

最
も
重

要
な
も
の

と

位

置
付
け
ら

れ

る
天
皇
の

神
社
行
幸
を

取
り

上

げ、

こ

の

際
の

神
社
関
係
者

の

動
き

を
つ

ぶ

さ

に

確
認
す
る
こ

と

と
し
た

。

天
慶
の

乱
の

奉
賽
を

目
的

に

朱
雀

朝
に

行
事
化
さ

れ
た

神
社
行
幸
は
、

天

皇
が

境
内
で

御
禊
を

行

い
、

神
前
で

上

卿
が
宣

命
を

奉
読
す
る
な
ど

、

そ

の

次
第
か

ら

神
事
で

あ

る

こ

と

が

確
認
さ

れ
る
が

、

こ

の

対

象
と

な

る
神
社
の

中
に

は、

先
述
の

石
清

水
宮
や

山
城
北
野

社
・

祗
園
社
の

よ
う
に

、

僧
侶
が

組
織
の

ト

ッ

プ

で

あ
る

と

こ

ろ

も
存
在
す

る
。

そ
し
て
、

行
幸
に

際
し
て
、

そ

の

中
心
で

あ
る

僧
が

賞
に

預
か

る

ケ

ー

ス

が

見
ら
れ
る

。

こ

う
し
た

点
を

踏
ま

え
る

と
、

神
仏
隔
離
の

思
想
等
に

よ

り
神
職
が

介
在
す

る

こ

と

が

想
定
さ

れ
る

神
事
に

対
し

て
、

僧
が

直
接
的
に

か

か

わ
っ

て

い

た
の

で

は
な
い

か

と

い

う
疑

問
が
生
じ

て

く
る

。

こ

の

点
に

留
意
し
て

、

中
世
初
頭
に

あ
た

る
平

安
時
代
末
期
象

で

の

行

幸
の

例
を
み
る

と、

そ

の

次
第
が

確

認
で

き

る

ほ

と

ん

ど
の

神
社
で

神
事
に

直
接
か

か
わ
る

役
は

神
主
・

禰
宜
な
ど
と

い

っ

た

神

職
が

担
っ

て

い

た
。

し
か

し
、

北
野

社
は

そ

の

例
外
で、

永
久

元
年

（

一
一

＝
二
）

の

行
幸
の

記
録
を
と
ど

め
る

当
時
の

日

記
『

長
秋
記
』

に

よ
っ

て
、

別
当
か

権
別
当
を
示

す
も
の

と
み

ら
れ
る

「

法
官
」

が

奉
仕
し

て

い

る

こ

と
が

分
か

る。

も
っ

と

も
、

注
目
す
べ

き

は

『

長
秋
記
』

の

そ

の

後
の

記
述
で、

そ

の

こ

と

が

先
例
で

は

な

い

と

い

う
趣
旨
と

受
け
止
め

ら
れ
る

所
感
を、

記
主
・

源

師
時
が

書
き

留
め

て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

そ

の

点
か

ら
、

神
社
で

の

神
事
に

対
し

て

は
、

神
職
が

対
応
す
る

と

い

う
認

識
が
存

在
し

て

い

た

可
能
性
が

示

唆
で

き

よ

う
。

　
こ

れ
ら

ご

点
を

総
合
す
る

と
、

文
章
に

す
る

と

当
た
り

前
の

こ

と
と

し

て

受
け
止
め

ら
れ
る

こ

と

で

は

あ
る

が
、

神
社
に

お

け
る

神
事
に

つ

い

て

は、

僧
侶
で

は
な

く

神
職
が

担
う
と

い

う
認

識
が、

古

代
・

中

世
の

転
換

期
に

お

い

て

は

強
く

存
在
し

て

い

た

こ

と

は

ま

ず

指
摘
で

き
る

。

た

だ

し
、

他

方
で

、

僧
侶
が

携
わ

っ

て

い

た
と

い

う
事
実
が

あ
る

こ

と

を
踏
ま

え
る
と
、

院
政
期
に

お

い

て
、

僧
侶
で

あ
っ

て

も
そ

れ
を
執
行
す
る
こ

と

が

あ

り
え

る

「

神
事
」

が

存
在
し

て

い

た

と

い

う
こ

と

と、

僧
侶
で

も

「

神
事
」

を

行
う
こ

と

が
で

き

る

と

い

う、

こ

の

時
代
に

お

け

る

神
舐
信

仰
上
の

寛
容
性
が

存
在
し
て

い

た

と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は
、

看
過
し

て

は

な
ら

な
い

も
の

と

考
え
る

。

賀
茂
別
雷
神
社
に

お

け

る

神
仏
関
係
の

構
造

　
　

−
神
主

・

供
僧
相
論
を

中
心
に

i太

　
田

直

之

　
神
仏
習
合
や
分

離
の

問
題

、

そ
の

中
で

の

神
職
と

僧
侶
と

の

関
係
を

考

え
る

に

あ
た

っ

て、

江

戸
時
代
に

入
っ

て

間
も
な
い

十
七
世
紀
の

後
半
と

い

う
時

代
が
一

つ

の

大
き

な
画
期
と

な
っ

た

こ

と

は

早
く
か

ら
指
摘
さ

れ
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